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カ ン トの 卒業論文に お ける独立宣言

The　Declaration　oflndependence 　in　Kant’

s　Graduation　Thesis

（平成 15年 9 月受理）

笠 井、　 哲
廓

（KASAI 　 Akha ）

AbstractThe

　purpose 　of 　this　paper 　is　to　consider 　the　feature　of 　methodology 　of 　the　search 　for　truth　in　Kant
’
s

graduation 　thesis ．　I　hope　to　make 　clear 　the　significance 　of 　the　declaration　of 　independence　as 　the 　scholar

in　his　thesis ．

　Kant　looked　at 　the 　moderate 　proposition 　against 　the 　dispute　amQng 　the 　scholars ，　tried 　to　find　the　truth

in　the 皿 oderate 　 course ．　Kant　base〔l　the　search 　for　truth 　upon 　the 　freedom　of 　human　understanding 　in　his

starting 　point 　of 　study ．　As　a　 result ，　the　 academic 　freedom　was 　secured ．　It　was 　 not 　 obey 　the　authority

and 　tradition 　blindly．

　Kant　synthesized 　two　different　assertions 　and 　tried　to　find　the　moderate 　 course ．　The　 critical 　 method

is　an 　extension 　of 　this 　moderate 　method ．　It　follows　from　this 　that 　the 　beginning　of 　Kant
’
scritical 　 mind

existed 　in　this 　declaration　of 　independence．

1 ． は じ め に

　カ ン トが 1746 年に ケ
ー

ニ ヒ ス ベ ル ク大学に提出 した 卒業論文は、『活力の 真 の 測定 につ い て の 考想、お よび こ

の 論争に おい て ライプ ニ ッ ツ 氏ならび に 他 の 力学者た ちが 用い た 証明の 評価、それ らに先立 ち、物体の カ
ー

般 に

関す る二 、三の 考察を付す』 （以 下 『活力測定考』 と略す）とい うもの で あっ た
（1）。こ れは、当時の 学界で 焦点

とな っ て い た 「活 力 論 争」 に 対 して 、そ の 決 着 を試 み た もの で あ る。

　本稿の 目的は、こ の 処女作を通 し て 、カ ン トが 学問への 出発 に 当た っ て 表明 して い る基本的な姿勢、すなわち

真 理 探 究 の 方法 論 の 特 徴 を明 らか に し て、そ こ に存 在す るカ ン トの 研 究 者 と して の 「独 立 宣 言 」 の 意義 を 明 らか

に す る こ とで あ る 。

2 ． 活 力 論 争 史 の 概 観

　 『活力 測定 考』本文 の 考察に先立 っ て 、本書の 背景 に あ る活力論争史 に つ い て 概観 し て お きた い
〔2）。

　1644年 にデカ ル トは、『哲学原理』を著 した 。 彼 は この 書で 、 質量 と速度の 相 乗積 （mv ） を力 の 測度 と した。

す なわ ち、こ れ を 同書 の 第 2 部第 36節以 下 に お い て 主張 して い る。そ れに よ る と、運動の 原因は 二 つ あ る。一
つ

は世 界の うちに ある
一

切 の 運 動 の 普遍的原 因 と、物質の 個 々 の 部分 を そ の 時そ の 時に 運動 させ よ うとす る特殊 的

原因 とで あ る。普遍 的原 因 は神 で あ る。神 は 物質を運 動 と静止 と と もに創造 した の で あ っ て、こ の 運 動 と静止 と

は、最初に 神が 与え た ま ま で あっ て 、変化 し ない。物質 の 個 々 の 部分 で 、運 動 は様々 に 変化 し うるが、全 宇宙に

お い て は
一

定で ある 。 した が っ て 、 ある物質部分 A が 他の 部分 Bの 二 倍の 速度で運 動す る場 合、B が Aの 二 倍 の

質量 を有す る な ら、A に もB に お ける と同 じだ けの 運動が ある とい うの で ある。

　力 の 測度を mv とす るデカル トの 見解に、反 対 したの がライ プニ ッ ツ で あっ た。 彼は 1686年 3月、ア ク タ ・エ

ル デ ィ ト
ー

ル ム （ライ プ チ ヒ 学報）に、『神が 常に 同
一

の 運動量を保存す る と説くた め に 、力学に お い て も濫用 さ

れ て い る 自然法 則に 関 して 、 デ カル トそ の 他 の 人 々 が犯 した顕著な誤 謬 の 簡単な証 明』と題 す る小論文 を発 表 し

＊ 福島工 業高等専門学校 　
一般教科 〔社会）　　 （い わ き 市平上荒川 字長尾 30）

一65 一

＿ 一 ＿ 一



Fukushima National College of Technology

NII-Electronic Library Service

3002号44第要紀究研

ygOlOnhOeTfOegellOClanO
．
ltaNam

．
lhSUkU

i 福 島 工 業高 等 専 門学 校

た。こ の 論文 にお い て、ライ プニ ッ ツは、カの 量 の 真 の 測度 は質量 と上 昇の 高 さ との 相乗積、っ ま り質量 と速度

の 自乗 との 相 乗 積 mv 　
2

で あ り、こ れ が 宇宙に お い て 常 に 不 変 に 維持 され る と主 張 し た。

　ラ イプ ニ ッ ツ は、1690年お よび 91 年に も、同 じ くア ク タ ・エ ル デ ィ トール ム誌 上 で 、 こ の 問 題 を取 り上 げ、

デカル ト派 の 反 論 に対 して 自己 の 新 しい 測定方式の た め に 論 じた。さ らに 1695年 4 月に 、や は りア ク タ ・エ ル デ

ィ ト
ー

ル ム に
一
論文をの せて、活力 と死力 とい う概念を導入 した。すなわち、 『物体の力 お よびそ の 相互作用 に 関

す る感嘆すべ き 自然法則 を解明 し、そ の 原因に遡 及する た め の 力学試論』と題す る 論文 で あ る。

　それに よ る と、傾向に は 二 種類ある。一
つ は 基本的なある い は無限に 小 なる もの で、ま た動 因 と も呼 ばれ る。

他 は 前者 の 継続、また は反 復 か ら生ず る もの で、衝 撃そ の も の で あ る。た だ し、これ らの 数 学的存在 は抽象で 、

自然 の うち に 実 際 に存す る も の で は ない 。傾 向 に 二 種類 が あ る の に し た が っ て 、力 に も二 種類 あ る。すなわ ち、
一

つ は基本的な力 で、死 力 と呼ばれ る。そ れ に は 現実の 運 動は まだ存在せ ず 、 た だ運 動 へ の欲求が あ るだけ だ か

らで あ る。こ の よ うな死 力 は卓 上 に あ っ て 、卓 を押 し て い る 物 体、投 石 機 か らま だ放 た れ て い ない 石 、押 し付 け

られ て へ こ み、も との 形 に戻 ろ うと して い る弾性体な どの 場合 に も見られる。

　 こ れに 対 して 、現実運動 に結び つ い た力、それが 活力で ある。活力は 死力 の 無限の 連続的な衝撃か ら生まれ る。

した が っ て、死 力 よ り無 限 に ま さる。死 力 には 質 量 と測 度の 相 乗積 に よる算 定 が あ て は ま るが、活 力 は質 量 と測

度の 自乗 との 相乗積 に よ っ て 算定され る。力が 測度の
一

乗に 比 例 し て 算定され るべ きか 、自乗 に比 例 して算定さ

れ るべ き か は、多 くの 学者 が 両派 に分 かれ て の 大 論 争 とな っ た。そ こ に形 而上 学的 立 場 や 見 解が 持 ち込 ま れ た た

め に 、 問 題 は い た ず らに煩瑣 とな っ て 、一
層混乱 した。こ れが 「活力論争」 で あっ て、当時の ヨ ー

ロ ッ パ の 幾何

学者間に 存する最大の 分裂 とい う状況を呈 した。

　 こ う した 活 力 論争に 、 カ ン トも参 戦 して、両 派の 見解 に解決 を与 え よ うと した。しか し、すで に 1743年に ダラ

ン ベ ー
ル が 『力学論』の 中で 、「有名な 活力の 問題 」 に つ い て 述 べ て 、真の 解決を与えて い る こ とをカ ン トは知な

か っ た。mv と mv2 （正 確 に は 1／2mv2） は、い ずれ か
一

つ が 正 しい の で は な く、両者 は運 動 体 の 作 用 能 力 を測 定す

る全 く異なる仕 方 と して、い ず れ も正 しい の で あ る e ダ ラ ン ベ ー
ル が こ の 論争 を、「全 く不 毛 の 形而 上 学的論議」

と し、「言葉 の 争い 」 と なす所以 で あ る。すなわ ち、一
つ は 運 動量、他 は活 力 また は仕 事の 量の 測度で あ る。

　当時は ま だ 「力1 と い う術語 は厳 密 な規 定 を欠 い て お り、 カ の 多義性 が 論争 の 真 の 原因を な してい た 。 論者 た

ちの 誤 りは、自派の 方 式 が真の 本来 の 力 を測定 し うる と信 じて い た こ とに あっ た。両派 い ずれも、自分たちの 主

張す る測定方式に よっ て は、実は 単に 特定の 作用量が 測定され るに 過ぎない こ とに気づ か な か っ た 。 こ の 作用が

物体の直線運 動 にお い て存す る場合、運動 を生 み出す原因を運動力 と呼ぶ ならば、こ の 運動力 は運動体 の 運動量、

す なわ ち mv に よ っ て 測 られ る。

　 こ れ に反 し、力 を運 動体 の 仕 事を行 う能力 と解 す れ ば、そ れ は mv2 （1／2mv2） で 測 られ る。デ カ ル ト派もラ イ

プニ ッ ツ 派 も、二 つ の 量が それ ぞれ の 見方 に応 じて 正 しい こ と を認め ず、一方 の み が正 し い と し た。そ の た め、

自派 の 立 場を 正 当 づ け る 事 実を 引い て くる が、相手 方 の 立 場 に とっ て 有利な事実に対 し て は無理 な証 明 をせ ざる

をえず、誤りに 陥らざるをえなか っ た。しか し、両派 とも事実 に依拠 して 自派 の 正 当性 を 主 張 した の で、論争は

激 し く続 け られ た とい う。

　 カ ン トの 試みた 解決は い ずれか一
方 に 加担す る こ となく、両派ともに認 め よ うとする と ころ に あ り、そ の 限 り

彼はダラン ベ ー
ル と同 じ く正 しい 解決方向をとっ た とも い い うる。けれ ど もカ ン トの 誤 りは 、そ の 場合 に ダラ ン

ベ ール の よ うに 1／2皿 v2 を確立 せ ずに、　MV2 をそ の ま ま に認 めて い るとい うよ うな些細な点に ある の で は ない。彼

は MV2 が あて は ま らぬ 場合に あて はまる とし、あて は まる場合 に あて は まらない とする な ど誤 っ た議 論 を展 開 し

て い る。そ の 点で、自然科学の 論 文 と して は失 敗 作 で あ っ た 。 しか し、カ ン トが 対立す る 二 っ の 見方 の どちらか

に与 す るの で は な く、それぞれに ある観点か ら正 し さを認めなが ら、また 両 者の 誤 っ た 点を も指摘 しつ つ 、論争

に 決着をつ け る とい う基本的態度を とっ て い る こ とは注 目に値 す る 。 坂 部氏 の い うよ うに、

　　相対立 す る二 っ の 主 張の 批判的調停 とい うこ の ゆき方 は、の ちに見 る 『純粋理 性批判』で有名 な 「二 律背反」

　　につ い て の 論にい た るまで、一
貫して もたれ る基本的な思考方法にほ か ならない

  。

か らで ある。
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3 ， 独 立 宣 言

笠井 ；カ ン トの 卒業論文 に お け る独 立 宣言

　　さて、『活力測定考』の 緒言 の 冒頭 には、セ ネカ の 『幸福な 生活 に つ い て』第
一

章か らの 引用句 が、次 の ように

掲 げ られ て い る。　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 、

　　　何よ り大切なこ とは、家畜の よ うに先 を行 く群れ に 従 い
、 行 くべ き ところ に で は なく、行か され る とこ ろ に

　　　っ い て い くこ と を しな い こ とで あ る
ω 。

　こ の 意味は、カ ン トが 単に 従来 の 学説 に追 随す るの で は な く、行 くべ き とこ ろ に 行 こ うとす る 自分 自身 の 学 問 に

　対 す る毅然たる態度、つ ま り学問的自由 の 表 明 で あ る と考 え られ る。

　　それで は、カ ン トは学問の 自由 を どの よ うに考 え、何を真理探究の 基準 と考えて い るの で あ ろ うか。こ の 問題

　 に対 し て 、自ら次の よ うに答 えて い る 。

　　　本 書 を公 刊 す る に あた り、私 は 大 方 の 人 々 の 判断を信頼す る もの で あ るか ら、あえて先哲の 章見 に反 す る所

　　　見 をそ の 中で 述べ て も、け しか らぬ 事 と咎め 立 て を こ うむ る恐れは あるまい か と考 えて い る。か っ て 、か か

　　　る企 て を恐れ憚 る よ うな 時代もあ っ た。しか し、私 の 信ず る と こ ろ で は、そ の よ うな時代 は 昔語 りに なり、

　　　あ りが た い こ とに 人 間悟性 はす で に無知 と驚嘆に 由来する 桎梏 を解き放 っ て くれ た。幸い に 今 は ニ ュ
ートン

　　　やライプ ニ ッ ツ の ご とき人の 盛 名も、も しそ の 盛名 が真理 の 発 見 にか え っ て妨げに なる もの で あれば、あえ

　　　て無視して も差 し 支え なく、また 悟性 の 赴くと こ ろで な けれ ば、どの よ うな言 説 に も聴 従 しな くて か ま わ な

　　　い とい う時代で あ る   。

　 こ こ か らカ ン トの 学問 の 自由 とは、「真理 の 発 見i の た め に は 何者に 対 し て も、ニ ュ
ートンや ライ プニ ッ ツ の よ う

　な権威ある先哲 に対 して す ら反対 し うる 自由 で あ り、そ の 基準は 「人 間悟性1 以 外の 何 もの で もない 。こ こ に権

　威や伝統で は な く、「人 間悟性 」 を真理 の 規準 とす る 近 代精神 の 表 現 をみ る こ とが で き る
b

　　カ ン トは 明 らか に こ こ で 、当代が 新 し い 啓蒙の 時代 だ とい う認識に 立 っ て い る。い い 換 えれ ば、い わ ゆ る偉 大

　 な人 々 の 意 見 に反 す る こ と を述べ る と、何 に よ らず咎 め 立 て を受け た り、身 に 危 険 がふ りか か っ て くる か も知 れ

　 ない よ うな 古 い 時代 は過 ぎ去 っ た。人 間 悟 性 は、自ら招 い た そ うい う桎梏か ら脱却 し て、新 し い 自由 な啓蒙の 時

　代 に 入っ て い るの だ、とい う認識 に立 っ て い る。 これ は 、
い うまで もな くフ リートリヒ 2 世の 時代 に 対す る、カ

　 ン トの 積極的評価を示 し て い る。

　　そ こ で 、本書は 世間の 判 断 に委 ね る と して 、
ニ ュ

ートン や ライ プ ニ ッ ツ の よ うな偉大な人 々 の 説で あ っ て も、

　真理 の 発見に 反す る と思われ る 場合 は、あ え て こ れ を無視 して 、自分の 意見 を述 べ る こ とも許 され るで あ ろ う し 、

　 ま た真理 探究者 と して は 当然 そ うすべ きで ある とい う確信 と と も に 、本書に お い て は 実際 に そ うした い とい う、

　彼 自身 の 立場 ない し姿勢を まず 明示 しよ うとして い る 。 それ で彼 は、本 書に お け る こ う した姿勢を端的に示 す た

　 め に 、セ ネカ の 詩句 を 冒頭 に 掲げた の で あ る。し た が っ て こ の 書 き 出 しの 部分に は、確か に若 い 学徒の 清新な意

　気 と、真理 探究者 と して の 自主的な姿勢 が よ く現れ て い る と い え る。

　　真理 探究者 と して の こ う した 自主的姿勢 を、カ ン トは 学生時代 に、主 と して ク ヌ ッ ツ ェ ン よ り学び取っ た。そ

　 れ と同時 に 注 意 して お きた い の は 、研 究 者 と して の 自分の そ う した 自主的 姿勢 を端 的 に表 現す る た め に、カ ン ト

　 が こ こ でセ ネ カ の 詩句 を挙げて い る こ とで ある。こ の セ ネカ は、他 の 多くの ラテ ン 作家たちと同様 に、カ ン トが

　すで に フ リートリ ヒ 学院時 代以来、慣れ 親 しん で い た 詩 人 哲学者で あ る 。 したが っ て カ ン トは、単に研 究者 と し

　 て の み ならず、まず人間 として セ ネカ が うたっ て い る 自主的 ・自立 的な生 き方の 重要な意味を、学院時代に すで

　 に十分 に感 じ とっ てい たの で ある。そ うした意味にお い て は、カ ン トの 後年 に 目立 っ た自主的独 立的な人格とエ

　ートス は、彼 の 少 年 時 代 ともい え る こ の 学 院 時代 に、ロ
ー

マ 古 典 文 学 の 熱 心 な学 習 を通 して、あ る程 度形 成 され

　 てい たとい える。

　　 さて、カ ン トは学 問 に あ っ て は、先 哲 の 意 見 に対 す る意 見 はた とえ 斥 け られ る こ とは あ っ て も、意見 の 意図 そ

　 の もの まで も斥けられ る こ とは ない 。先哲の 意見が 自由の 所産で あ る よ うに 、そ の 意見に 対する意見も、それ が

　 たとい 非難で あろ うと自由で ある とす る。

　　　偉大な人 々 が人間悟性 の 自由の ために非常な努力をな した後を受けて 、我 々 後人が そ の 自由の 賜物 を享受 し

　　　 て 何 の 差 し支 えが あ ろ うか。それ は、彼 らが 先人 の 不興を招きはすまい か と気遣うい われは、毛頭ない で あ

　　　 ろ う
（6｝。

　　 とこ ろ で、人 間 悟性の 自由は、つ ま りは私の 悟性の 自由に ほ か ならない 。
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　　私 は本書の 議論を進め て 行 くうちに、た とい どん な に高名な る学者の 所見 で あっ て も、これを忌憚なく非難

　　す る こ と を た め ら わな い で あ ろ う
ω 。

こ の 私 の 悟性 を真理 の 基 準 とす る場合 、 カ ン トは考慮すべ き問 題 点とし て 二 つ の 点を あげなが らも、そ れ を積極

的に乗 り切 ろ うとす る。一
つ は自己 に 対する 「自惚れ 1 で あ る、も う

一
つ は 他 人 か ら受 け る 「非 礼 の 誹 り亅 で あ

る。自惚れ が人間の 心 を支配 して い る限 り、偏見 もま た存続 し て決 して 消 え る こ とは な い で あろ う。し か し 自惚

れを警戒す る あま り、悟性 の 自己信頼 と して の 「確信 」 を持 ち え な い とすれ ば、 真理 へ の 道を 自ら絶っ もの で あ

ろ う。当 時 の カ ン トは、人 間悟 性 の 能 力 につ い て 、次の よ うな見解を持 っ て い る。

　　人間の 悟性 は きわ め て 完全 なもの で あ っ て も 、 人体の 構 造に 見 られ る よ うな均勢と相似とを有す る もの で は

　　な い
e 人 体 に あ っ て は、肢 体 い ずれ か

一
っ の 大 き さか ら全 体の 大 きさを推察す る こ とがで き る。しか し悟性

　　の 能力に おい て は、事情 は全 く異 な る 。 学問 とい うもの は 不 規則 体で あっ て 、均衡も相似もない 。学問上 で

　　は
一

倭小 人 に 過 ぎ ぬ もの で 、学 問 の 全 範 囲 に わた っ て お の れ に 遥 か に優 る大 家の 認 識 を 二 、三 の 点 で 凌 ぐ と

　　い うの は
一

再 に 止 ま らない
〔S）。

この よ うな意味で カ ン トは 、 人知 の最大 の 巨匠が得 よ うとして も無益な努力に終わっ た真理 が、私の 悟性 に よ っ

て は じ め て 明示 され る 場合もあ り うる と考え る。こ こ か ら悟性 に対 す る確信 と 自らの 進もうとす る真理 へ の 道 が、

次 の よ うに言 明 され る。

　　自己 の 力 に ある 種 の 高貴な 信頼 を寄せ る こ とは、必 ず しも無用 の こ とで はない とい うこ とは、私 の ひ そ か に

　　信ず る と こ ろで ある。こ の 種の 自信 が あ れ ば、我 々 の 努力 もお の ず か ら活 気 づ き、張 りが 出 て くる。真理 の

　　探 究 に は この よ うな こ とは きわ めて 有益で あ る。も し人が 自分 の 考察 に幾分 か の 信 をお き、ライ プ ニ
ッ ツ の

　　 よ うな碩 学 に 対 し て もそ の 誤 りを指 摘 し うる こ とに確 信 を 抱 き、こ の 点に 自信満 々 で あれ ば、進ん で 、こ の

　　確信 を真な ら しめ るために努力を惜 しまない で あろ う。事を企 て て さま よ うこ と千 回 にお よぶ な らば、こ の 、

　　経験 こ そ か え っ て ま た真理 の 認 識 に利益 を生ず る もの で あっ て 、そ の 利益 は 坦 々 た る大 道の みを進 ん だ場合

　　 に比 べ て、遥 か に 優 る もの な の で あ る。

　　　私 は、こ の 確信 の 上に 立 っ もの で ある。進もうとす る 道 は 、すで に 予 示 され て い る 。 私 は こ の 道 を行 き、

　　如 何 な る こ とが あ っ て も、行 く手 を阻 む こ とは させ ない つ も りで あ る
  。

こ こ に は学問 に対す る 「私 の 悟性」 へ の 確信 とそ の 意義が 高い 調子で 宣言 され 、カ ン トの 激しい ほ どの 真理 へ の

情熱 が み な ぎ っ て い る。カ ン トは 「疑惑 の 状 態 」 か らで な く 「確信の 状態」 か ら出発 し よ うとす る の で あ る。浜

田 氏は、

　　 こ れ は まぎれ もなく、自分の 悟性の 力を確信 し て 単身真理探究 に乗 りだ すもの の 、逞 しい 自由 と独 立の 表 明

　　 で あ り、満 々 た る 自信の 表現で あ る （10）
。

と し て 、青年カ ン トの 研究者 と して の 「独 立 宣 言 」 と見 な して い る。筆者 も これ に倣 っ て、カ ン トの 「独立 宣言」

と呼 ぶ こ と に し た い 。こ こ で い う 「独立 」 とは 、「完成」 で は な い 。真 の 研 究者 と し て の 人 生 の 第
一

歩 に過ぎず、

すべ て は ここ か ら始 ま る 。 カ ン トの独立宣言 は、ひ たす ら真理を目指 して、それ に より真理か ら招かれ支え られ

る人 間の 自由を独立 の 歩 が持つ 無限の 勇気 と喜び を示 し て い る とい え る。

　 こ の よ うなカ ン トの 悟性 へ の 信頼 と独立 自由の 気概 は 、ジ ョ ン ・ロ ッ ク の 『人 間悟 性 論 』 冒頭 の 「読者 へ の 手

紙 」 にお け る次の よ うな 言葉を、思 い 起 こ させ る。

　　 悟性 は 霊 魂の 最 も高尚な機 能 で あ る だ け に 、悟性 を働 か す こ とは他 の どの 機 能 に もま して喜 び は 大 き く、永

　　続す る と承 知 し な い 者 は、本書 の 主題 で ある悟性をよくご存 じ ない の で す。悟性 の 真理探究は一
種 の 鷹狩

　　 り ・遊猟で 、追求 そ の もの が 楽 し み の 大 きな 部分 を な します。真知 を 目指 して 心の 進む
一

歩
一

歩が何か を発

　　見 し、そ の 発 見 は 新 しい だけで なく、少なくともそ の 当座 は最上 の もの で もあ ります
ω 。

　次 に 、もう
一

つ の 問題点、世 人 が カ ン トを 非礼 で ある とす る 点につ い て、彼 は 次の ように釈明す る。認識 の 大

家とい え ども人 間 で ある限 り、「大家そ の 人の 誤 り とい うよ りは む しろ人間性一般 の 誤 り」が あ る。ま たお 世 辞 は、

か えっ て礼を失する。さらに は 非礼に気をか け過ぎる と言葉遣 い に気をとられ、哲学的考察の 道 を踏み外 す こ と

に な りか ね ない。カ ン トに と っ て は 、認識 の 大 家に対 して さえ、あ くま で 真理 を基 準 と して 「私 の 悟性 の 自由」

を 堅持 す る こ とが 、 む しろ礼 儀 を尽 くす こ とで あ る。したが っ て 、頁理 の 判断につ い て は、次の よ うに 断言 して

い る。

　　私 は真理を認 め る の に、遠回 し な言い 方は せ ずに おきた い 。あ る命題 が 私 の 考え に従 え ば誤 謬 で あ り虚偽 で

一68 一

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Fukushima National College of Technology

NII-Electronic Library Service

ukushima 　National 　College 　of 　Teohnology

笠井 ： カ ン トの 卒業論文に お ける独 立 宣言

　　ある と思われるな らば、私は こ れ を全 く誤謬で あ り虚偽で あ る と論断 して は ばか らない つ も りで ある
（12）。

要す るに 、
「私 の 悟性 の 自由 」 とは、自惚れ を 自戒 しつ つ も 自己確信 を持つ こ とで あ り、先哲 に 対 し て さえ あ くま

で 自らの 悟性に 率直で あ り、真理 に 忠実で あ る こ とを意味す る。 そ して 「人 間悟性 の 自由」 とは 、 権威や伝統 に

盲 従 した り屈 従 した り しない で 、私 の 悟性 に 高貴な信頼を寄せ る こ とで ある。そ れは 自己 確信 と知 的誠実か ら成

り立 っ て い る。そ して 「真理 の 基 準」 は、人間悟性 つ ま り 「私 の 悟性 」 に帰着す る。

　とこ ろが 他方カ ン トは 、こ れ ら に 対応 し て 二 っ の 面 を考えて い る。す な わ ち 「人 間 悟性 の 限界 」 の 自覚 と 「先

哲 に対す る尊敬 の 念 j の 裏付 け で あ る。こ れ は十 分に 注 目に値す る 点で あ る。カ ン トの 悟性 へ の 信頼は、自分の

諸命題 の 正 当性に つ い て 全 くの 確信 をお き、誤 りを犯 す とい うよ うな懸 念 は ない とい う態度を意床す る もの で は

決 して ない
。

　した が っ て 、 自惚れ や 偏見 は厳 重 に警戒され て い る。元 来カ ン トは、基本的に は 「人 間性
一
般 の 誤 り1 を前提

と し て い る。そ して こ の 人間性
一
般 の 誤 りがむ し ろ、先哲に 対す る 後進 の 「私 の 悟性 の 自由」 が 存立 し うる余地

となっ て い る。た だ し若きカ ン トに とっ て、こ こで 問題 となっ て い るの は、人 間性
一

般 の限界そ の もの で は なく、

誤 謬 を 恐れ る あ ま り 「人 間 悟性 の 自由」 を失 うこ とで ある。とい うの は 、

　　人間の 悟性 が、い つ の 世 に も免 れ難 い 数多く の 誤 りを犯 した 後 を うけ て、今や少 々 の 間違い をやっ た とこ ろ

　　で、別に 恥 に なるもの で もない か らで あ る （13）。

つ ま りカ ン トは 、 真理 発見の た め に は ニ ュ
ートン や ライ プ ニ ッ ツ の よ うな人 で も、妨げに なれ ば 非難 し よ うとも

少 し もは ばか る こ とは ない として 、向か うとこ ろ敵な しとい う気概を みせ る 。 ま さ に 、 研 究 者 と して の 「独 立 宣

言 1 が こ こ に あ る。し か し、その た め に 先哲 へ の 礼を失 して い る の で は な い こ とを、カ ン ト自身、次の よ うに 言

明 して い る 。

　　私 は こ の 序言 を機会 に 、認識 の 大家 に 対 し て 私 が恭 敬 と尊敬 の 念 を持 す る こ とを公 然 と表明 した い と思 う。

　　 こ の 念 を私 は 、 今光栄に も我 が 論 敵 と称 し よ うとす る こ れ らの 大家に 、い つ も変 わ らず抱き続 け るつ も りで

　　あ り、私 が 不 遜 に も あ え て 卑 見 を呈 し た と こ ろ で 、そ れ は こ の 念 を 少 し も傷つ け る もの で は な い の で あ る
（14）

。

学 問研 究 の 出発 に際 して 、カ ン トが 表 明 した こ の 先 哲 に 対す る尊敬 の 念は、学問 に 対 す る研 究の 姿勢 と して 終生

変 わ らない もの となっ た。

4 ． 中 間 命 題

さて 、我 々 は続 い て 、カ ン トの 活 力 論 争 に対 す る方 法 上 の 特徴 を、明 らか に して お か な くて は な らない 。も と

も と活力論争 とは 、力 の 測定 をめ ぐる デカル ト派 とライ プ ニ ッ ツ 派 の 論争で あ っ た。それ は、デ カル トが 『哲学

原理 」 に お い て 、力 の 測定方 式 を 質量 と測度 の 相乗積 （mv ） と し た の に 対 し、ライ プ ニ ッ ツ が力 の 測 定 式 は質量

と測度 の 自乗 との 相乗積 （mv2 ）で あ る と批判 し た こ と に始ま る。

　 こ の 論 争は、

　　現在 ヨ
ー

ロ ッ パ の 幾何学者の 間 に 存す る 最大の 分裂 の
一

つ
 

と見 られ る ほ どの 激 しい もの となっ た。カ ン トは こ の 活力論争 に真正 面 か ら取 り組み、分裂を調停 し よ うと試 み

る。そ の 際、我 々 が 問題 とす る の は、こ れ らの 二 つ の 学派 に対 す るカ ン トの 解決 の 方法 で ある。カ ン トは、「真 理

探究の 際に 常 に 用い て い る考 え方」 に つ い て 、次の よ うに 述べ て い る。

　　すなわ ち、明知の 人 々 が 二 派 に分か れ、しか も両 派 とも相手 の 見解を 少 しも理解して い ない か、あるい は双

　　方 と も相手の 見解 を理 解 し て い る場合 に は 、両派に 共通す る あ る 中間命題 に 注意を 向け る こ とが、真理 を啓

　　くの に最適 の 道なの で あ る
C16｝
。

カ ン トは 、学者間の 論争に 対 し て 「中間命題1 に 目を 向け、真理 を 「中道 」 に お い て 見 出そ うとする。つ ま りカ

ン トに とっ て、真理 は 中道 に あ る。そ して 中道に お い て真理 をうる方法 とは、対 立す る二 つ の 説 に対 し て それぞ

れ に 妥当領域を設定 し限定す る こ とに よ っ て 、対 立 を調停す る も の で あ る。

　い い 換えれ ば 、 それ ぞれ の 妥当領城を逸脱す る こ とは越権 で あ り誤謬で ある とし、両者 の 部分的正 当性を調整

し 総合す る 方法 で あ る。こ の 方 法 に基 づ い て 、カ ン トは 活力論争 に 対 して 、具 体的に調停 を試み よ うとす る。そ

の 要 旨は 、 以 下 の 通 りで あ る。

　 まず 運 動 は、大 き く二 つ の 種 類 に分 け られ る。第
一

種 の 運 動 は、そ の 運 動 の 伝わ っ た物質の うちに含まれ、障
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壁 が生 じない 限 り、無限 に 持続する性質を持 っ てい る もの で あ る （17）。

　第二 種 の 運 動 は、外的なカ に 基づ い て 、そ の 力 が 停止 すれ ばそ の 作用もそ れ に つ れ て 直ちに 止 む も の で あ る。

例 え ば第
一

種 の 運動 は、発射 され た 弾丸お よび一
般 に投げ られ た 物 体の 運動で あ り 、 第 二種 の 運動 は、手 で そ っ

と押 し た球 や、何か の 上 に 乗 っ て い る物体の 運 動 で ある
  。

　した が っ て 、 前 者 は それ 自体不 滅 の カ の 内的源 泉で あ っ て絶えずそ の 作用 を発 揮 して い る の に 対 し、後者 は
一

部 は 自ら消失 し、また 推進力が 去 れ ば 直ち に 突如 と し て 停止 す る もの 、つ ま り時間に 対する 瞬間、線に 対 す る 点

の よ うな もの で あ る 。 そ こ で 、 第
一

種の 運 動に 関 して 、内的な自由運 動が 「活力」 と呼ばれ る の に 対 し て 、物体

その もの に基 づ か な い 死 圧 の 力 は 「死 力 」 と呼 ば れ る。

　 とこ ろ で 数学 で は、物体 に外部か ら引 き起 こ され て 生 じ た力以外 の 力 を認 めない 。そ の 力は 物 体の 運 動 の 原因

の 中 に、常に正 確 に か つ 同 じ量 だ け見 出 され る。しか し、自然 の 物体 は事情が全く別 で ある。自然の 物体に は、

外 部 か らの 運 動 の 原 因 に よ っ て、そ の 中 に 起 こ され た 力 を 自 ら増 大 させ る能 力 が 具 わ っ て い る
（19）。

　 カ ン トに よる と、デ カル ト派 は数学的物体 を考 えた。数学は、そ の 取 り扱 う物体 にっ い て の 概念 をそ れ 自身 を

公 理 に よっ て 定義 し、それを前提 とすべ き こ とを要求す る。したが っ て、自然 の 物体 に必 ず見 られ る性質を排除

す る と同 時 に、自然 の 物 体に は認 め られ な い こ とも数 学 の 物 体 で は真 で あ り うる こ と も可 能 で あ る。こ の よ うに、

数学的物体は あくまで 自らは力を持たず、外部か ら引き起 こ されて 生 じた 力以外 に は認められない か ら、その 力

は、mv に よる以 外 に ない 。

　 とこ ろ が 自然物体は、外部 の 運動原因 に よ らない 力を自らの うちに 持つ か ら、これ に つ い て デ カル トの 力の 測

度で は 測れ ない こ とに なる。しか し、こ れを強 い て測 ろ うとし て デカ ル ト派は誤謬に 陥っ た。こ の 自己自身 の 内

的力の 測度は、ライ プ ニ ッ ツ 派の 皿v2 が該 当す る 。 しか しこ の ライ プ ニ ッ ツ 派も、逆に そ の 測度 を力 学的領城を

超えて 、数学的領域に ま で 拡張 しよ うとし て 誤謬 に 陥 っ た の で あ る。

　 以 上 が、カ ン トの 活 力 論 争に 対す る 見解 で あっ て 、調 停の 具 体的内容 の 概 要 で あ る。どち らか
一

方に 偏 らず 「中

道」 を行 くとい うの も、学派に 対する 「独 立 宣言」 と考 え られ る 。

5 ， 中 道 の 意 義

こ こ で 問題 とな るの は、こ の 調停の 成否 で は なく方法上 の 特徴 で あ る 。 それ は対 立す る 二 学派 に対 し それ ぞ れ

の 妥当領域を画定 して 、その 限界内で 両者をともに生 か しなが ら、そ の い ずれ に も偏せ ず、それらを総合 して よ

り高次 の 「中道」 を見 出そ う とす る点に あ る。カ ッ シ ーラーも指摘 して い る よ うに、

　　実 際、こ の 処 女 作 の 特 筆す べ き こ とは、カ ン トが 自然 哲学 の 領 域 に 踏み 込 ん だ そ の 第一歩 が、彼 に と っ て 直

　　ち に 自然哲学 の 方法 に関す る試 み とな っ た こ とで あ る （20）。

カ ン ト自身、

　　
一

言 で い えば、本論文 全部が徹頭徹尾 こ の 方法の 所 産で ある と考 え られ る
（21）。

とい い 切 っ て い る。し か も注 目す べ き は、こ の 方 法 が 「形 而 上 学 的考 究」 と結 び つ い て い る 点 で あ る。自然 の う

ちに は 、真 の 測定法が 現に 見出され る として 、

　　 ただ し、これ は 条件づ きなの で あっ て、人 々 が これまで企 てて きた よ うなや り方で は 見 出せ ず、こ の 種の 考

　　 察 （すなわ ち数学的考察）に対 して は永久に 姿を現 さぬ で あろうし、何 らか の 形而 上 学的考究とか 特別の 経

　　 験に よっ て しか 我々 に 明 らか に な りえない の で ある。した がっ て 、我 々 は こ こ で事柄 それ 自体 を否定す るの

　　 で は な く し て 、そ の 認 識 方法 を否 定す る の で あ る （22）。

事実カ ン トは、こ の 論文の 具体的展開に際 して、は じ め に、

　 　 私 の 思 う と こ ろ で は、まず 物 体 の カ
ー

般 にっ い て 若 干 の 形 而 上 学 的概 念 を確 定 して お く方 が、私 の 目的 とす

　　 るとこ ろ、すなわち確固たる活力論を作る た め に有意義で あ ろうか ら、私は その 概念 か らとりか か るこ とに

　　 し よう
（23）。

と述べ て い る。そ し て 「物体の カ
ー

般につ い て 」 は、次 の よ うに 考察を始め る。も し感覚の 教える こ とだ けをみ

れ ば、力 とは物体 に全 く外 部か ら伝 えられ る もの で 、そ の 物体が 静止 して い るな らば、物 体は 全 く力を持 た ない

と思われ る で あろ う。ラ イ ッ プ ニ ッ ツ 以前 の 学者 た ち は、た だ一
人ア リス トテ レ ス を除 い て 、すべ て こ の 見 解 を

持 っ て い た。
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笠井 ： カ ン トの 卒業論 文 に お け る独 立宣言

　　人 間の 理 性 が ラ イ プニ ッ ツ に負うと こ ろは 大で あ る が、こ の ライ プニ ッ ツ は、物体に は本質的なカが 内在 し、

　　そ の 力は む しろ 延 長に先 立 つ 物体 の 属性で あ る と説 い た最初 の 人 で あっ た
（24）。

こ の よ うに 運 動 力 、作用 力、ま た 実体の 概念 を形 而 上 学的に規 定 して 行 くの で あ る。す な わ ち、

　　物体 の 力 は、運動力 と呼ぶ よ りは 、作用力 と呼ぶ 方 が、は る か に適切で あ る
  。

と主張する。カ ン トに よ る と、も し物体に運 動力 の み を認 めて、他 の 力を認 め ない なら、物体が 心に お よぼす影

響 を、い い 換 えれ ば、「物 質 が人 間 の 心 の うちに 表象 を作 り出す の は如 何 に して可 能 で あ るか 」 を説 明 す る こ とが

困難に なる。しか しこ うした両方の 困難は、物質 の カを単 に運動 の み に限らず、他の 実体 にお よ ぼす作用も勘定

に 入 れ て 、それ を 「作用 力 」 と見 なす な らば取 り除き うる。そ して こ の 場合 には、

　　 動か され る物質は、自分 と空間上 つ なが っ て い るもの すべ て に、した が っ て 心 に も、作用 をお よ ぼすもの で

　　 あ る （26）。

とい うこ と も、ま た、

　　心は ある
一

定の 場所 に あるの だか ら、外部に対 して の 物体 に作用をお よ ぼ し うる に相違ない
（27｝。

とい うこ と も難無 く説 明 で きる。こ れ に よ っ て 、様 々 な 実体 相互 の 作用 が、容 易 に説 明 し うる。そ こ で 彼 は、次

の よ うに述べ て い る。

　　そ れ ゆえ に 、あ る鋭利 な思想家が 予 定調 和説 を打 ち破 っ て 、物 理 的 影 響の 説 の 勝利 を確保 しよ うとす る上 に、

　　 上 述 の よ うな概念の 些細な誤 りほ ど邪魔に なっ た もの は なか っ た。し か も、少 し注意を払 えぱ こ の 誤 りは 、

　　 容易 に逃れ られ る もの なの で ある
（2S）。

こ こ で カ ン トが い う 「鋭 利 な 思想 家 」 とは、彼 の 師 クヌ ッ ツ ェ ン の こ とで あ る。ク ヌ ッ ツ ェ ン は、ライ プ ニ ッ ツ

の 予定調和説か ら出発 し なが ら、これ で は実体間 の 相互 作用が十分 に説明で きない として否定 し、ニ ュ
ー

トン の

物 理 的影 響 説 に よ っ て、そ の 相 互 作用 を、したが っ て ま た 心身 関係 を も説 明 しよ うと した。こ の 点に つ い て は、

カ ン トも全 く同感で あっ た。しか しカ ン トは その 際、クヌ ッ ツ ェ ンが 物理 的影響説 に 立 と うと しなが ら、心 の 力

を表象に 、物 体 の 力 を運動 に し か 認 め な い と こ ろ に 「概念の 誤 り」 が あ る の に 気づ い た。こ の 誤 りが、実は 師 の

主 張 する 心 身 関係 の 物 理 的影 響説に 対 する 障害 とな る点 を、こ こ で指摘 して い る。

　した が っ て 、 こ こ で カ ン トは 、 尊敬 する 師の 学問の 欠陥 を指摘 し、そ れ を 自己 の 確信 に従 っ て 補正 し よ うと し

て い るの で ある。これ はカ ン トに よ る と、師 に対 す る非礼をあえて す る こ とで は ない。む しろ模倣家 とならずに、

独自の 思想家とな る よ うに、自ら 自主的に 思索し 、 著述す る こ と こそ 、 こ の 師 か ら教え られ た真理探究者 と して

の あ るべ き姿勢に ほ か な らない 。こ れ は 、師 か らの 「独 立 宣 言1 とい え る。

　 も と よ りカ ン トは、師 か ら教 え られ て い る か らそ うした の で は な くて 、師の 教え に 深 く共 鳴す る と 同 時に 、自

らもそ の よ うな自主的な姿勢を取 る とこ ろ に、探究者 と して の 真 の あ り方が 存す る と確信 して い た か ら、そ う し

た の であ る。こ の こ とは、先 に も引 用 し た 卒業論 文 の 序論 にお い て、カ ン トが 次 の よ うに述 べ て い る と こ ろか ら

も明 らか で あ る。

　　 自己の 力 に あ る 種 の 高貴な信頼を寄せ るこ とは、必ず し も無用の こ とで は ない とい うの は、私 の ひ そ か に 信

　　 ず る と こ ろで あ る。
こ の 種 の 自信 が あれ ば、我 々 の 努力 も自ずか ら活気 づ き、張 りが 出て く る 。 真理 の 探究

　　 に は こ の よ うな こ とは きわ め て 有益で あ る。も し人 が 自分の 考察に幾分 か の信 をおき、ライ プ ニ ッ ツ の よ う

　　 な碩 学に対 し て もそ の 誤 りを指 摘 し うる こ とに確 信 を抱 き、こ の 点 に 自信 満 々 で あれ ば、進 ん で 、こ の 確 信

　　 を真 な ら しめ るた め に努力を惜 しま ない で あ ろ う
（29）。

こ こ に は、カ ン ト自身の 真理 探究へ の 自信 と情熱 と と もに、こ れ に立脚 し よ う とす る彼 自身 の 基 本 的立 場 が 示 さ

れ て い る 。 彼 は ま た、同 じ序 論 の は じめ とお わ り近くで 、偉大な人 々 に反論すれ ば身 に 危険が ふ りか か っ た り、

容赦なく非礼で ある とい われ る ような古い 時代は、すで に過ぎ去 っ たとい う。現代が、思想 ・言論の 自由な新 し

い 啓蒙 の 時代 で あ る とい う こ とを強調 した 。 と同 時 に 、 偉 大 な人 々 に下 す判 断 だ か ら とい っ て 、特 に気 を使 っ て

修飾 した り、巧みに 和 らげた表現 を した り しない とい う。そん なこ とを して い る と、自分が 窮屈な気分 に 支配さ

れ て肝心 の 「哲学的考察の 道を逸脱す る」 こ と にな る とい うこ とを述べ てい た。これ に よ っ て、カ ン トは 当代を

自由なよ き時代 と して 積極的に評価する。それ と もに、自らはどこ まで も自由な真理探究者 として 歩み た い とい

う、彼 の 自主 的 ・主 体 的な 姿勢が 伺 われ る。こ れ もカ ン トの 「独 立 宣言 」 で あ る。
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6 ． お わ り に

　以上、カ ン トの 卒業論文 『活力測定考』に お け る真理探究の 姿勢と方法 の 特徴を考察 した。カ ン トが、学問研

究の 出発 に あ た っ て 、準拠 し た真理 探究の 基準は 「人 間悟性 の 自由」 で あっ た。こ れに よっ て、権威や伝統 に盲

従 した り屈従 した り しない 学問 の 自由が 確保され る。それに よ り、研究者 と して の 「独 立 宣 言」 が な され る。た

だ し 「人 間 悟性 」 の 自由が結 局 は、「私 の 悟性 亅 へ の 高貴なる信頼 に 帰せ られ る限 り、私の み な らず人間の 悟性
一

般の 限界 とい うもの が、当然 自覚 され な けれ ば な らな い 。

　そ の ため に カ ン トは、学問追究 の 姿勢 と して 自惚れを慎む こ と、同時に先哲 へ の 尊敬 を持 ち続 け る こ とを言 明

した の で あ る。ま た真理 探究の 方 法 は、二 つ の 対 立 す る主 張 に 対 して そ れ ぞれ の 領域 を画 定 して、そ の 範囲内に

お い て そ れ ぞ れ の 主張を容認 し、同時に
一

見相容れない 二 つ の 異な る主 張を総合 して 、よ り高次の 中道 を見出そ

う とす る もの で あ っ た。

　こ の カ ン トの 哲学的方法を 、 我々 は 「二 律背反 的解決法 」 と特徴づ け よ う と思 う。と い うの は 人 間の 悟性 を信

頼 して、そ れ 以 外の 何者に も依拠 しない に もか か わ らず、悟性
一

般の 限 界 を 自覚し 、 それ を前提 す る こ とに よ っ

て 、対 立 す る二 学 説 の そ れ ぞ れ の 限 界 を 画 定 し、しか も二 つ の 異説を、よ り高次の 次元 で 総合 し よ うとす る もの

だ か らで ある。さ らに、こ こ に我々 は 、 や が て 画期的に結実す る批 判 的精神の 素地 を看取する。

　勿論 こ こ で は、悟性 また は 理 性その もの の 能カ
ー

般 の 批判 が研 究対象 と な っ て い ない か ら、こ れ を直ちに批判

的方法 と結 びつ け る こ とに は無理 が ある。カ ッ シ
ー

ラ
ー

も前掲 の、

　　一
言で 言え ば本論分全 部 が ま っ た く この 方法の 所 産 で ある と考える こ とがで きる

（3°）。

とい うカ ン トの 文章を引用 し て 、

　　 カ ン トは、彼 の 哲学的 ・物理 学的な処女作を 「方法に 関す る論文」 と呼ん だ。一
後 に彼 は、生 活 と著作活

　　 動の 頂上 に 立 っ た と き、『純粋 理 性批 判』を 同 じ く方 法 に 関 す る論 文 と名 づ け た。これ らは それぞれ、方法

　　 とい う同 じ規定を 持ち なが ら、彼 自身 に とっ て は そ の 意味は 変化 し て い る。そ して こ の 意味が 経験 した 変化

　　 の うちに 、彼の 哲学 とそ の 発展 の 全体 が包括され て い るの で あ る。

　　　言 うま で もな く、こ こ で は まだ カ ン トは、後年の 学説 が意 味す る 「批判的 」考 察 か らは遠 く隔 た っ てい る。

　　それゆえ、も し人が それを こ の 論文中に読み 取 ろ うと欲 す るな らば、そ れ は恣意的 となる で あろ う
（31）。

と述 べ る。そ こ で 我々 は 、カ ン トの 哲学的方 法 を次 の よ うに 解す る。こ の 卒業 論文 に お け る 「中道 的 方 法 」 を、

彼 の 批判的 方 法 と直 接 に結び つ け るに は 無理 が ある。しか し両者 は、決 し て 異質で は なく、先 に 特徴づ け た よ う

に 「二 律背反的解決法」 とい う点で 共通性 を持 っ て い る。こ の 「中道的方法」 の 延畏線上 に、「批判的方法」 が 確

立され て行 く。そ の 意味で こ こ にすで に、カ ン トの 批判的精神 の 萌芽が 十分 に看取 され うる。

　 『活力測定考』 の 最終節 に は、次の ように 記されて い る。

　　 こ の 両極 端 を知 っ て い た の で、両側 か ら見 て真理 の 落ち着 く点 を決定す るの に も困難 は なか っ た。こ れ を定

　　 め るの に鋭利な知性な どは、少 しも必 要で は なか っ た 。 た だ党派 心 が な く 、 感情傾 向 が しば ら く均衡を保 っ

　　 て い さ えす れ ば、困難 は容易 に 除か れ た の で ある
（32）。

こ うした 中道 を うるた め に、堅 持 され た 不 偏不党の 公 平 さ 、 公 正 中 立 の 姿勢 はカ ン トの 哲学的方法に 反 映 し て い

る 。 と同時 に、カ ン トの 基本的な研究態度 として 、一
貫 して 堅持されて 行 く。した が っ て、我 々 は こ こ に カ ン ト

の 批判的精神 の 原初的素地を見出す の で あ る。

　

）

註

1

　

（

（2 ）

（3）

（4 ）

（5 ）

Gedanken　von 　der　wahren 　Schtitzung　der　lebendigen　Krtifte　und 　Beurtheilung　der　Beweise，　deren　sich

Herr　von 　Leibniz　und 　andere 　Mechaniker　in　dieser　Streitsache　bedient　haben，　 nebst 　einigen

vorhergehenden 　Betrachtungen ，　welche 　die　Kraft　der　K6rper　Uberhaupt 　betreffen曾

　 引用は、ア カデ ミ
ー

版に よ り頁数を記す．邦訳 は、理想社版を 参照 した が、適宜語 句を変更 した。

亀井裕 「解説」、『カ ン ト全集　第
一
巻　自然哲学論集』理想社所収、1966年、339− 343 頁参照。

坂部恵 『カ ン ト』講談社、1979年、53頁。
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笠 井 ：カ ン トの 卒業論 文 にお ける独立 宣言

a，a．　O ．　S．8

a．a．　O ．　S ．9

ebendaa

．a．　O ．　S ．1
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